
NOVEMBER 2015 市政 46

危
機
・
防
災
情
報
の
い
ろ
い
ろ

　

危
機
や
災
害
が
発
生
す
る
と
情
報
が
大
き
な
役

割
を
果
た
す
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
は
そ
の
処
理

が
う
ま
く
行
か
な
い
。
事
件
や
災
害
の
現
場
に
近

い
自
治
体
ほ
ど
情
報
は
手
薄
に
な
り
、
情
報
の
ゼ

ロ
状
態
が
続
く
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
情
報
の
な

い
中
で
自
治
体
の
リ
ー
ダ
ー
は
決
断
を
迫
ら
れ
、
住

民
を
安
全
な
場
所
に
誘
導
す
る
責
任
を
負
う
こ
と

が
あ
る
。
古
く
は
東
海
村
で
の
原
発
事
故
、
そ
れ

に
最
近
で
は
原
発
被
害
を
受
け
た
自
治
体
の
経
験

な
ど
、
首
長
の
決
断
で
住
民
が
避
難
を
開
始
し
た

事
例
が
記
憶
に
新
し
い
。

　

危
機
や
災
害
情
報
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ

る
。
啓
蒙
情
報
が
、
そ
の
１
つ
で
あ
る
。
代
表
的

な
事
例
に
、
災
害
に
備
え
た
食
料
な
ど
の
備
蓄
が

あ
る
。
自
治
体
や
警
察
、
そ
れ
に
消
防
が
提
供
す

る
情
報
で
あ
る
が
、
対
象
は
不
特
定
で
情
報
が
流

さ
れ
る
期
間
に
制
限
は
な
い
。
自
治
体
の
市
政
便

り
や
新
聞
の
折
り
込
み
な
ど
、
紙
媒
体
に
よ
る
情

報
伝
達
が
多
い
。
し
か
し
、
最
近
の
調
査
に
よ
る

と
、
大
震
災
を
経
験
し
た
後
で
さ
え
も
食
料
備
蓄

を
行
う
家
庭
は
2
割
前
後
に
止
ま
っ
て
い
る
。
啓け
い
も
う蒙

情
報
の
伝
達
は
辛
抱
強
い
、
息
の
長
い
プ
ロ
セ
ス

に
な
る
。

　

２
つ
目
は
危
機
情
報
で
あ
る
。
特
定
の
地
域
に

不
審
者
が
出
没
す
る
な
ど
の
情
報
で
あ
る
が
、
こ

う
し
た
事
案
で
は
小
学
校
な
ど
の
Ｐ
Ｔ
Ａ
が
設
定

し
た
携
帯
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
使
わ
れ
、
そ
れ
が
や

が
て
学
校
か
ら
自
治
体
や
警
察
に
届
く
と
い
う
手

順
を
踏
む
こ
と
が
多
い
。
広
報
車
な
ど
が
出
動
し
、

地
域
住
民
に
注
意
喚
起
を
促
す
の
が
一
般
的
で
あ

る
。
こ
の
種
類
の
情
報
は
、
場
所
や
対
象
が
限
定

さ
れ
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
事

例
で
は
住
民
か
ら
の
連
絡
情
報
に
は
誤
報
が
少
な

く
な
い
。
自
治
体
は
、
そ
れ
を
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
住
民
か
ら
の
情
報
は
自

治
体
内
部
で
出
来
る
だ
け
多
数
の
人
び
と
の
目
に

さ
ら
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
作
業
を

く
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
情
報
の
精
度
は
上
が
り
、

防
犯
の
助
け
に
な
る
。

緊
急
情
報
の
課
題

　

危
機
・
災
害
情
報
で
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
緊
急

情
報
で
あ
る
。
土
砂
災
害
が
発
生
し
た
際
な
ど
に
住

民
に
出
さ
れ
る
情
報
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
手
の

情
報
は
対
象
が
比
較
的
、
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の

い
つ
出
す
か
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
最
も
重
要
に
な
る
。

大
震
災
以
後
、
津
波
情
報
に
つ
い
て
は
住
民
の
認
識

が
高
ま
り
、
早
期
に
対
応
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
る
。

た
だ
、
自
治
体
が
過
度
に
情
報
を
流
す
と
、「
オ
オ

カ
ミ
少
年
」
に
似
た
弊
害
が
生
ま
れ
る
。
自
治
体
の

避
難
勧
告
や
避
難
指
示
が
軽
視
さ
れ
、
災
害
を
拡
大

す
る
こ
と
が
あ
る
。
要
点
は
、
何
時
、
ど
の
タ
イ
ミ

ン
グ
で
情
報
を
提
供
す
る
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ

い
て
正
解
は
な
い
。
関
係
者
の「
カ
ン
」に
頼
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
が
、
そ
れ
を
研
ぎ
澄
ま
す
方
法
は
訓
練

自
治
体
と
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
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し
か
な
い
よ
う
に
思
う
。

　

最
近
の
土
砂
災
害
が
示
す
よ
う
に
、
避
難
勧
告

や
避
難
指
示
は
災
害
が
起
こ
っ
て
か
ら
で
は
遅
過

ぎ
る
。
発
出
が
早
過
ぎ
て
も
勇
み
足
と
い
う
問
題

が
出
る
。
２
０
１
５
年
夏
に
茨
城
県
で
発
生
し
た

豪
雨
災
害
で
は
、
自
治
体
の
出
し
た
情
報
か
ら
漏

れ
る
地
域
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
豪
雨
で
防
災
無
線

が
聞
き
取
れ
な
か
っ
た
な
ど
の
問
題
も
起
こ
っ
て

い
る
。
い
ず
れ
も
、
自
治
体
が
図
上
訓
練
な
ど
を

重
ね
災
害
へ
の
備
え
が
あ
れ
ば
、
避
け
ら
れ
た
か

対
応
が
可
能
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
事
案
で
あ
る
。

　

マ
ス
コ
ミ
報
道
に
よ
る
と
、
堤
防
の
決
壊
で
水

害
の
直
撃
を
受
け
た
自
治
体
の
市
長
は
現
地
対
策

本
部
の
設
置
に
逡
巡
を
く
り
返
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
住
民
か
ら
の
要
望
で
設
置
を
決
定
し
た

と
い
う
報
道
も
あ
っ
た
。
今
回
の
災
害
を
奇
貨
と

し
、
首
長
が
率
先
し
て
防
災
訓
練
を
実
施
し
、
情

報
処
理
に
つ
き
検
討
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
ケ
ー

ス
で
あ
る
。

自
治
体
の
直
面
す
る
新
し
い
危
機

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
情
報

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
へ
の
関
心
が
高
ま
っ
て
い
る
。
個

人
的
に
も
数
年
前
、
正
月
４
日
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の

女
性
労
働
長
官
か
ら
「
緊
急
、
重
要
」
と
タ
イ
ト
ル

の
つ
い
た
メ
ー
ル
が
飛
び
込
ん
で
き
た
。
何
事
か

と
開
け
た
途
端
、
同
じ
文
章
が
延
々
と
続
く
ス
パ

ム
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
被
害
は
1
人
に
止
ま
ら

ず
、
多
数
の
友
人
に
ま
で
広
が
り
始
め
た
。
そ
の

せ
い
で
正
月
4
日
の
夜
か
ら
電
話
が
鳴
り
続
け
、
新

年
早
々
、
謝
罪
を
く
り
返
す
羽
目
に
陥
っ
た
。

　

情
報
を
め
ぐ
る
事
故
や
事
件
は
イ
ン
シ
デ
ン
ト

と
呼
ば
れ
る
が
、
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
と
い
う
手
口
で

電
子
バ
ン
ク
に
侵
入
す
る
手
口
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
ハ
ッ
キ
ン
グ
や
情
報
の
不
正
持
ち
出
し
、
そ
れ

に
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
書
き
換
え
な
ど
、
情
報
犯
罪

の
手
法
は
拡
大
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
被
害
者
数

は
１
年
に
し
て
６
０
０
万
人
と
も
７
０
０
万
人
と

も
言
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
状
況
が
出
る
中
、
総

務
省
は
２
０
１
５
年
３
月
、「
地
方
公
共
団
体
に
お

け
る
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ
リ
シ
ー
に
関
す
る
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
」を
発
表
し
た
。

　

そ
の
中
で
、
総
務
省
は
自
治
体
職
員
に
対
し
情

報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
関
す
る
認
識
を
深
め
、
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
政
策
を
忠
実
に
実
施
す
る
こ
と
な
ど
を
求

め
て
い
る
。
ま
た
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
に
つ
い

て
組
織
体
制
を
確
立
し
、
情
報
資
産
を
分
散
す
る

こ
と
や
情
報
管
理
を
徹
底
す
る
こ
と
な
ど
も
合
わ

せ
要
望
し
て
い
る
。
確
か
に
、
そ
う
し
た
指
針
は

自
治
体
が
こ
の
先
、
直
面
す
る
は
ず
の
情
報
セ
キ
ュ

リ
テ
ィ
対
策
に
と
っ
て
必
要
と
な
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
で
あ
る
。
自
治
体
は
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
の
重

要
性
を
全
庁
の
課
題
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
望

ま
れ
る
。

　

た
だ
、
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
被
害
や
不
正
ア
ク
セ

ス
な
ど
と
は
別
に
、
よ
り
深
刻
な
問
題
は
職
員
の

「
情
報
管
理
ミ
ス
」
や
「
誤
操
作
」
に
よ
る
情
報
イ
ン

シ
デ
ン
ト
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
そ
う
し
た
ヒ
ュ
ー

マ
ン
エ
ラ
ー
は
事
故
総
件
数
の
８
割
近
く
を
占
め

る
。
情
報
処
理
は
便
利
に
な
っ
た
分
、
入
力
ミ
ス

を
犯
す
と
情
報
は
あ
ら
ぬ
方
向
に
飛
び
出
す
。
個

人
情
報
の
漏
洩
や
流
出
に
よ
る
損
失
は
計
り
知
れ

な
い
。
こ
の
先
、
本
格
化
す
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制

度
で
最
も
憂
慮
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。

　

残
念
な
が
ら
、
人
為
的
ミ
ス
は
必
ず
起
こ
る
。
政

府
も
自
治
体
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
化
が
進
化
す
れ
ば
、
そ
れ

を
操
作
す
る
側
の
職
員
の
責
任
が
重
大
に
な
る
こ

と
を
徹
底
し
て
教
育
す
べ
き
で
あ
る
。
人
間
に
よ

る
操
作
ミ
ス
を
既
定
の
こ
と
と
し
、
そ
れ
を
ど
の

程
度
、
防
止
で
き
る
か
、
そ
れ
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

制
度
の
導
入
に
際
し
て
自
治
体
が
検
討
す
べ
き
最

大
の
課
題
で
あ
る
。
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